
タ
タ
ラ
場
の
痕
跡
を
求
め
て
② 

戸
谷 

克
己 

著 

 

池
田
家
に
伝
来
し
て
来
た
絵
像
は
、
上
部
の
中
央
に
鍛
治
に
携
わ
っ
た
人
達
に
影
響
を
与

え
た
密
教
や
神
道
、
陰
陽
道
を
ミ
ッ
ク
ス
し
て
造
り
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
三
面
八
臂

の
神
将
像
が
描
か
れ
、
そ
の
人
臂
の
手
に
は
一
対
の
弓
矢
と
三
対
の
刀
が
握
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
左
右
に
は
、
秋
葉
神
社
の
火
伏
せ
の
神
で
あ
る
「三
尺
坊
大
権
現
」
を
表
し
た
斧
を
持
っ

た
鳥
天
狗
と
、
愛
宕
神
社
の
火
伏
せ
の
神
で
あ
る
「愛
宕
権
現
」を
表
し
た
弓
と
鎌
を
持
っ
た

公
家
の
姿
を
し
た
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
下
に
は
、
左
右
の
者
は
肩
脱
ぎ
で
、
中
央
の

者
は
祥
姿
の
格
好
で
、
そ
れ
ぞ
れ
鎌
槍
・
刀
・
弓
矢
を
持
っ
た
三
人
の
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
絵
像
の
三
分
の
一
程
を
占
め
る
最
下
段
に
は
、
ま
さ
に
鍛
治
屋
絵
像
と
し
て

の
烏
帽
子
を
被
っ
た
金
山
彦
と
御
垂
髪
に
し
た
金
山
姫
を
思
わ
せ
る
公
家
風
の
着
物
を
纏
っ

た
二
人
の
人
物
の
下
に
、
鬼
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
角
が
生
え
て
い
な
い
の
で
普
通
の
人
の

よ
う
に
見
え
る
、
中
央
の
赤
く
塗
ら
れ
た
人
物
が
片
手
に
玄
翁
を
持
ち
片
手
で
金
鋏
で
挟

ん
だ
鍛
造
中
の
板
状
の
鉄
片
を
支
え
、
そ
の
脇
に
い
る
人
物
が
金
床
の
上
に
あ
る
そ
れ
に
大

槌
を
振
り
下
ろ
そ
う
と
し
て
お
り
、
赤
く
塗
ら
れ
た
人
物
の
左
奥
で
は
青
く
塗
ら
れ
た
人

物
が
箱
形
の
鞴
の
柄
を
押
し
て
風
を
送
っ
て
火
を
熾
し
て
い
る
姿
が
、
描
か
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
上
名
栗
の
―
池
田
家
の
最
下
段
に
描
か
れ
て
い
た
も
の
と
ほ
ぼ
近
似
し
て
い
た
も
の

が
中
沢
の
平
沼
家
に
伝
来
し
て
い
た
絵
像
に
も
描
か
れ
て
い
て
（残
念
な
が
ら
、
現
在
は
行

方
知
れ
ず
に
な
っ
て
い
る
が
）
、
そ
れ
に
似
せ
て
新
た
に
三
体
の
鍛
冶
人
形
と
一
体
の
金
山
姫

の
人
形
と
し
て
木
彫
り
さ
れ
て
現
在
に
ま
で
伝
わ
っ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
。 

江
戸
時
代
後
期
に
編
纂
さ
れ
た
「新
編
武
蔵
風
土
記
」の
「秩
父
郡
南
村
中
沢
組
」の
項

に
、
「
金
山
権
現
社
、
神
体
岩
上
に
踞
ら
せ
た
る
木
像
、
長
七
寸
許
、
里
正
半
平
が
宅
地
に

あ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
出
て
来
る
「木
像
」は
、
平
沼
家
伝
来
の
鍛
治
人
形
の
こ

と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
地
に
は
、
昔
か
ら
「
そ
の
昔
、
都
か
ら
落
ち
て
き
た
平
の
平
沢
（
ち
ゆ
う
た
く
）と
い
う

公
家
が
鍛
治
屋
を
始
め
た
」
と
い
う
伝
承
が
あ
り
、
そ
の
公
家
が
平
沼
家
の
祖
に
当
た
る
の

で
あ
ろ
う
が
、
元
々
は
平
沼
家
は
現
在
地
か
ら
西
に
五
百
メ
ー
ト
ル
程
奥
に
あ
る
「
鍛
治
窪
」

と
呼
ば
れ
る
場
所
に
あ
り
、
そ
の
近
く
に
は
巨
岩
が
隆
々
と
聳
え
て
い
る
場
所
が
あ
り
、
か

つ
て
、
そ
の
場
所
に
「
金
山
権
現
社
」
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
「木
像
」鍛
治
人
形
と
が
祀
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。 



こ
の
よ
う
な
事
物
や
事
象
か
ら
、
ま
さ
に
、
こ
の
中
沢
の
地
に
タ
タ
ラ
場
が
確
実
に
存
在

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
“ 

そ
の
こ
と
を
更
に
物
語
る
も
の
と
し
て
、
現
平

沼
家
の
あ
る
場
所
か
ら
道
路
沿
い
に
五
百
メ
ー
ト
ル
程
下
っ
た
、
子
の
権
現
に
向
か
う
方
向

の
道
と
二
股
に
な
っ
て
い
る
場
所
の
高
台
に
「
権
五
郎
神
社
」と
い
う
も
の
が
あ
る
。 

こ
の
神
社
は
「
御
霊
神
社
」
と
も
い
い
、
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
を
祀
る
神
社
で
も
あ
る
が
、
神 

社
名
の
「
権
五
郎
」
と
は
『
保
元
物
語
』に
「
後
三
年
の
役
」（一
〇
八
三
〜
八
七
年
）の
時
に
、

勇
猛
を
持
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
鎌
倉
権
五
郎
景
政
と
い
う
人
物
が
、
合
戦
の
最
中
に
左
目
を 

射
ら
れ
て
、
片
目
を
失
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
も
存
命
で
活
躍
し
た
と
い
う
記
事
が
出
て
来
る 

が
、
そ
の
鎌
倉
権
五
郎
の
こ
と
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
タ
タ
ラ
場
で
働
く
村
下
（
親
方
）

等
は
、
精
錬
の
最
中
に
ホ
ト
穴
か
ら
火
の
様
子
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
光
に
当
た
っ
て

片
目
を
失
う
こ
と
が
一
般
で
あ
っ
た
た
め
に
、
片
目
を
失
う
と
い
う
共
通
点
か
ら
、
鎌
倉
権

五
郎
は
タ
タ
ラ
場
で
働
く
人
達
の
祭
神
に
成
っ
た
の
で
あ
る
。
（
そ
れ
に
、
権
五
郎
の
根
拠
地

で
あ
っ
た
鎌
倉
の
地
自
体
が
産
鉄
地
帯
で
あ
り
、
カ
マ
は
古
代
朝
鮮
語
で
鉄
の
こ
と
を
、
ク
ラ

は
そ
の
鉄
が
眠
っ
て
い
る
谷
の
よ
う
な
場
所
の
こ
と
を
示
す
言
葉
で
あ
る
。
） 

 

こ
の
よ
う
に
こ
の
地
に
「
権
五
郎
神
社
」が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
つ
て
、
こ
の
周
辺
に
タ

タ
ラ
場
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

（戸
谷
） 

 

 


